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コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
割
れ
目
の

雑
草
に
驚
く
留
学
生

　

日
本
は
雨
の
国
で
す
。
日
本
と
同
緯
度

圏
内
に
北
半
球
の
先
進
都
市
が
ほ
と
ん
ど

入
り
ま
す
が
、
な
か
で
も
日
本
は
圧
倒
的

に
降
水
量
が
多
い
。
東
京
の
年
平
均
降
水

量
は
約
1 

5 

0 

0
㎜
に
及
び
ま
す
が
、
こ

れ
だ
け
の
ア
ベ
レ
ー
ジ
を
も
つ
都
市
は
ほ

か
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

開
発
が
進
ん
で
も
日
本
の
山
に
緑
が
多

い
の
は
、
熱
帯
雨
林
と
同
じ
よ
う
に
雨
が

緑
を
育
て
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
は
海
外

へ
行
く
た
び
に
、
現
地
の
子
ど
も
た
ち
に

山
の
絵
を
描
い
て
も
ら
う
の
で
す
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
だ
と
鋭
角
的
で
険
し
い
岩
山
、

中
国
で
は
枯
山
水
の
水
墨
画
に
近
い
禿
山

を
描
き
ま
す
。
対
し
て
日
本
の
子
ど
も
た

ち
は
、
な
だ
ら
か
な
円
錐
形
の
山
を
描
い

て
緑
に
塗
る
わ
け
で
す
。　
　

　

日
本
人
に
と
っ
て
、
山
と
は
緑
が
生
い

茂
っ
て
い
る
も
の
。
そ
の
樹
木
は
雨
が
育

て
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
北
海
道
・
東
北

地
方
以
外
は
年
間
を
通
じ
て
比
較
的
温
暖

な
気
候
ゆ
え
植
物
が
繁
茂
し
や
す
い
。
例

え
ば
、
乾
燥
地
帯
か
ら
の
留
学
生
が
、
春

先
や
初
夏
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
割
れ
目
か

ら
雑
草
が
生
え
て
い
る
の
を
見
て
驚
い
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
風
景
は
日
本
な
ら
で

は
の
も
の
。
雨
が
豊
か
な
植
生
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
で
す
。　

　

1 

0 

0 

0
m
級
の
山
頂
ま
で
樹
木
が
生

い
茂
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
保
水
量
も

多
い
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
水
が
1 

0 

0

㎞
ほ
ど
で
海
へ
流
れ
ま
す
。
き
わ
め
て
急

峻
な
山
地
と
水
流
。
六
十
数
％
残
っ
て
い

る
山
林
が
、
海
も
育
て
て
い
ま
す
。「
森
は

海
の
恋
人
」
と
い
う
の
は
、
気
仙
沼
で
牡

蠣
を
養
殖
す
る
畠
山
重
篤
さ
ん
た
ち
が
よ

く
使
わ
れ
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、

こ
う
し
た
言
葉
が
生
ま
れ
る
の
も
雨
が
豊

富
な
国
な
ら
で
は
の
こ
と
で
す
。

雨
上
が
り
に
布
団
を

干
し
た
が
る
日
本
人
の
感
性

　

雨
が
多
い
風
土
に
生
ま
れ
育
っ
た
日
本

人
は
、
こ
と
さ
ら
雨
を
敵
に
し
ま
せ
ん
。

か
と
い
っ
て
雨
を
特
別
な
恩
恵
と
も
し
な

い
。
常
に
一
定
量
の
雨
が
降
る
の
は
、
長

い
歴
史
を
通
じ
て
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と

無
意
識
の
う
ち
に
認
識
し
て
い
ま
す
。
昔

か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
雨
を
唄
っ
た
流
行

歌
が
絶
え
な
い
の
も
、
日
本
人
が
雨
と
よ

く
な
じ
ん
で
い
る
証
の
一
つ
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
だ
け
雨
が
よ
く
降
れ
ば
、
雨
そ
の

も
の
に
は
慣
れ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
す

る
と
、
む
し
ろ
雨
が
上
が
っ
た
後
の
対
処

に
特
徴
が
出
ま
す
。
日
本
人
ほ
ど
、
布
団

を
よ
く
干
し
た
が
る
人
た
ち
は
珍
し
い
。

　

ま
る
で
強
迫
観
念
か
の
よ
う
に
、
雨
上

が
り
の
晴
れ
間
に
布
団
を
干
し
ま
す
。
集

合
住
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
ず
ら
っ
と
布
団
が

並
ぶ
光
景
は
、
世
界
の
都
市
に
類
例
が
あ

り
ま
せ
ん
。
布
団
は
、
あ
る
意
味
下
着
と

同
じ
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
何
の
抵
抗
も
な

く
人
前
に
さ
ら
す
の
は
、
こ
れ
ま
た
留
学

生
た
ち
が
日
本
に
来
て
最
初
に
驚
く
こ
と

神崎 宣武 さん
かんざき のりたけ

民俗学者
旅の文化研究所 所長

1944年（昭和 19）岡山県生まれ。民俗学者・宮本常一の
薫陶を受け、武蔵野美術大学在学中より国内外の民俗調査・
研究に従事。日本民俗学会会員、文化庁文化審議会専門委
員なども務める。岡山県宇佐八幡神社の宮司でもある。『大和
屋物語―大阪ミナミの花街民俗史』（岩波書店 2015）、『し
きたりの日本文化』『江戸に学ぶ「おとな」の粋』（ともに角
川学芸出版 2008）、『「まつり」の食文化』（角川学芸出版 
2005）、『江戸の旅文化』（岩波書店 2004）など著書多数。

傘
と
雨
と
日
本
人

日
本
人
に
と
っ
て
傘
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
絵
巻
物
や
浮
世
絵
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
雨
の
多
い

日
本
で
は
、
笠
（
か
ぶ
り
笠
）
や
傘
（
さ
し
傘
）
は
人
々
に
と
っ
て

古
く
か
ら
身
近
な
も
の
だ
っ
た
。
歌
舞
伎
な
ど
の
芸
能
や
祭
礼
で
は
、

今
も
和
傘
が
使
わ
れ
て
い
る
。
民
俗
学
者
の
神
崎
宣
武
さ
ん
に
、
日

本
人
の
雨
に
対
す
る
感
性
と
、
歴
史
か
ら
見
た
傘
の
存
在
に
つ
い
て

語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

雨に寄り添う傘　概説
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の
一
つ
で
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
晴
れ
て
布
団
を
干
す

必
要
が
あ
る
の
は
、
湿
度
の
高
い
梅
雨
時

く
ら
い
の
も
の
。
布
団
を
干
す
頻
度
が
そ

れ
以
上
に
何
倍
も
多
い
の
で
す
。
昔
は
畳

干
し
も
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
習
慣
が
消

え
た
の
は
、
エ
ア
コ
ン
や
防
虫
剤
が
発
達

し
た
か
ら
で
は
な
く
、
部
屋
が
狭
く
な
り

畳
の
上
に
家
具
を
置
き
す
ぎ
る
か
ら
。
今
、

畳
干
し
を
す
る
と
な
る
と
一
大
事
で
す
。

　

雨
上
が
り
に
は
傘
も
広
げ
て
干
し
ま
す
。

和
傘
は
、
直
射
日
光
が
当
た
る
と
和
紙
が

硬
化
・
劣
化
し
て
破
れ
や
す
く
な
る
の
で

陰
干
し
が
鉄
則
で
し
た
。
だ
か
ら
か
つ
て
、

番
傘
や
蛇
の
目
傘
は
干
し
て
も
す
ぐ
畳
む

暗
黙
の
作
法
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。
今
は

洋
傘
で
す
か
ら
、
無
造
作
に
庭
な
ど
に
出

し
て
干
し
ま
す
。

『
一
遍
聖
絵
』
に
見
る

和
傘
の
ル
ー
ツ

　

鎌
倉
時
代
の
絵
巻
物
『
一
遍
聖
絵
』（
一

遍
聖
人
絵
詞
）
に
は
、
か
ぶ
り
笠
と
さ
し
傘

の
両
方
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代

末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
『
鳥
獣
戯

画
』
に
も
、
蓮
の
葉
の
柄
を
持
っ
て
い
る

絵
柄
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
こ
の
こ
ろ
か

ら
、
か
ぶ
り
笠
と
さ
し
傘
が
併
用
さ
れ
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。『
一
遍
聖

『一遍聖絵』
時宗を興した開祖・一遍を描いた絵巻。一行は黒い傘を持っている。お堂の縁側にも黒い傘が立てかけられた
り、置かれたりしており、自由に開閉できる様子がわかることから、江戸時代の番傘のルーツともいわれている。
「一遍聖人絵詞」（いっぺんしょうにんえことば）［1］より。聖戒（しょうかい）撰／円伊（えんい）画　（国立国会図書館蔵）
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絵
』
に
は
、
親
骨
と
小
骨
が
あ
っ
て
黒
く

塗
り
つ
ぶ
し
た
傘
が
描
か
れ
て
お
り
、
の

ち
の
番
傘
に
ほ
と
ん
ど
近
い
形
で
す
。

　

た
だ
当
時
、
和
紙
を
張
っ
た
も
の
が
ど

の
程
度
あ
っ
た
か
と
な
る
と
疑
問
で
、
布

張
り
を
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
布
の
場

合
、
日
傘
な
ら
問
題
な
い
で
す
が
、
雨
傘

で
は
漏
れ
な
い
よ
う
に
布
目
を
潰
す
塗
り

も
の
が
必
要
で
す
。
中
世
に
は
す
で
に
漆

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
塗
料
を

用
い
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

『
一
遍
聖
絵
』
に
描
か
れ
た
旅
姿
の
人
々

の
身
な
り
は
粗
末
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
ぶ
り
笠
の
み
な
ら
ず
、
さ
し
傘
も
持
っ

て
い
ま
す
。
僧
侶
が
抱
え
て
い
る
の
は
長

柄
の
大
ぶ
り
な
傘
が
多
く
、
こ
れ
は
念
仏

踊
り
や
説
教
な
ど
を
す
る
と
き
に
使
う
も

の
。
中
世
か
ら
す
で
に
、
今
の
よ
う
な
形

の
傘
は
、
身
近
な
道
具
だ
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

絵
巻
物
に
は
女
性
の
か
ぶ
り
笠
も
多
く

描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
市い

ち
め
が
さ

女
笠
」

と
い
っ
て
、
縁
に
布
を
垂
ら
し
た
か
ぶ
り

笠
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
の
教
義
の
よ
う
に
顔

を
覆
う
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で

も
生
活
の
合
理
に
則
っ
た
も
の
だ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
日
差
し
や
雨
、
そ
し
て
虫

を
除
け
る
用
途
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

沖
縄
で
は
、
シ
ュ
ロ
（
く
ば
）
の
葉
を

編
み
込
ん
だ
か
ぶ
り
笠
（
く
ば
笠
）
が
今
で

も
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
通
気
性
が
よ
く
、

強
い
日
差
し
か
ら
身
を
守
る
の
と
同
時
に

虫
除
け
の
機
能
も
あ
る
わ
け
で
す
。

傘
が
進
化
し
た
の
は

機
能
を
高
め
る
た
め

　

江
戸
時
代
に
は
傘
屋
が
看
板
を
掲
げ
、

頑
丈
で
大
衆
的
な
番
傘
と
と
も
に
、
漆
塗

り
な
ど
柄
や
ろ
く
ろ
に
細
工
を
施
し
た
高

級
品
の
蛇
の
目
傘
が
売
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

当
時
、
奢し

ゃ
し侈

を
戒
め
た
「
さ
し
傘
禁
止

令
」
が
出
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸

の
お
触
れ
と
い
う
の
は
額
面
通
り
受
け
取

ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
古
来
、

日
本
の
法
令
文
に
は
「
た
だ
し
」
書
き
が

付
く
の
が
常
識
だ
か
ら
で
す
。
物
見
遊
山

を
禁
じ
た
と
し
て
も
、「
た
だ
し
、
参
宮
、

回
国
巡
礼
を
す
る
際
は
、
そ
れ
に
及
ば

ず
」
と
い
っ
た
具
合
に
。
禁
止
令
が
出
た

当
初
は
少
し
自
粛
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
大
げ
さ
に
取
り
上

げ
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

傘
は
、
雨
や
日
差
し
を
除
け
る
機
能
や

強
度
を
高
く
す
る
た
め
、
材
料
や
細
工
の

進
化
を
遂
げ
ま
し
た
。
そ
れ
が
本
筋
で
す

が
、
枝
葉
の
役
割
と
し
て
は
、
神
仏
が
天

か
ら
降
り
て
鎮
ま
る
結
界
（
天
蓋
）
の
表

現
で
も
あ
り
ま
す
。
祭
礼
や
芸
能
に
、
今

『鳥獣戯画』（部分）
墨線のみで動物や人物たちを描いた絵巻。甲・乙・丙・丁の4巻は、異なる
時代に、異なる人物によって描かれたとみられている。また、詞書がないため、
何を目的として描かれたのかわからないなど、謎は多い。12世紀（平安時
代）に描かれたといわれる。（東京国立博物館蔵／ Image: TNM Image Archives）

『木曽街道六拾九次之内　垂井』（9ページ）
世界的に著名な歌川広重の浮世絵。雨のなか、中山道・垂井宿の西の見附
付近を通りかかる大名行列を描いている。傘をさして先導するのは本陣の主
人といわれている。歌川広重 画／ 1839年（天保 10）ごろ（岐阜市歴史博物館蔵）
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も
和
傘
が
よ
く
使
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め

で
す
。

　

盆
踊
り
で
も
、
櫓や

ぐ
ら

の
上
で
音
頭
を
取
る

人
は
和
傘
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
三
重
県

の
志
摩
地
方
に
は
、
傘
に
張
り
子
の
面
や

サ
イ
コ
ロ
、
お
盆
の
供
え
物
な
ど
を
取
り

つ
け
て
踊
る
慣
習
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

盆
踊
り
の
和
傘
に
は
、
幾
通
り
か
の
意
味

が
見
て
と
れ
る
の
で
す
。

ビ
ニ
ー
ル
傘
か
ら

ド
ー
ム
球
場
ま
で

今
ど
き
の
「
傘
」
事
情

　

戦
後
、
洋
傘
が
普
及
し
、
日
用
品
と
し

て
の
和
傘
は
消
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
傘

の
歴
史
か
ら
見
る
と
大
き
な
変
化
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
相
変
わ
ら
ず
家

財
道
具
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

紙
張
り
か
ら
布
張
り
へ
、
竹
の
骨
か
ら

金
属
の
骨
へ
と
、
材
質
が
変
化
し
た
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
番
傘
の
柄
に
筆
で
名

前
を
入
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
高

度
経
済
成
長
期
以
前
ま
で
は
、
洋
傘
の
留

め
具
の
布
の
部
分
に
木
綿
糸
で
名
前
を
刺

繍
し
て
い
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
所
有
権

を
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
、
粗
末
に
は
扱

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

傘
の
扱
い
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、

ビ
ニ
ー
ル
傘
の
登
場
か
ら
で
す
。
所
有
権

を
主
張
す
る
家
財
道
具
で
は
な
く
、
使
い

捨
て
に
な
り
ま
し
た
。
ビ
ニ
ー
ル
傘
に
名

入
れ
す
る
人
は
い
な
い
。
安
価
で
便
利
だ

か
ら
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け

で
、
傘
の
文
化
と
は
別
の
文
脈
で
動
く
経

済
的
な
合
理
と
い
え
ま
す
。
高
度
経
済
成

長
期
に
冷
蔵
庫
や
洗
濯
機
が
普
及
し
、
簡

便
性
・
効
率
性
重
視
へ
と
生
活
の
価
値
観

が
大
転
換
し
た
の
と
同
じ
文
脈
で
す
。

　

文
化
と
し
て
の
和
傘
の
観
点
で
い
え
ば
、

日
用
品
と
し
て
復
活
す
る
の
は
難
し
い
で

し
ょ
う
け
れ
ど
、
絶
滅
文
化
財
に
し
な
い

た
め
に
も
、
せ
め
て
格
式
の
あ
る
旅
館
な

ど
で
は
、
下
駄
と
和
傘
を
残
し
て
ほ
し
い

も
の
で
す
。
真
に
高
級
な
日
本
の
伝
統
に

触
れ
る
非
日
常
の
場
を
失
い
た
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

先
ほ
ど
傘
の
枝
葉
の
役
割
と
し
て
結
界

に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
大
傘
、
な
い

し
天
蓋
の
ハ
イ
テ
ク
に
よ
る
現
代
的
な
更

新
が
「
ド
ー
ム
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ド
ー
ム
球
場
の
急
速
な
展
開
は
、
雨
の
多

い
日
本
な
ら
で
は
の
こ
と
で
す
。
ス
タ
ジ

ア
ム
よ
り
規
模
の
小
さ
い
施
設
を
考
え
る

と
、
た
と
え
ば
出
雲
大
社
の
近
く
に
は
木

造
ド
ー
ム
「
出
雲
ド
ー
ム
」
が
あ
り
ま
す
。

　

ド
ー
ム
も
傘
と
い
え
ば
傘
。
昔
の
人
が

見
た
ら
、
さ
ぞ
か
し
驚
く
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
4
月
16
日
取
材
）


